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近
代
石
清
水

(男
山
)
八
幡
宮
の
存
在
意
義
に

つ
い
て

1

「第

二
の
宗
廟
」
と

い
う
存
在
を

中
心

と
し

て
ー

山

本

憲
太
朗

歴
史
学
の
分
野
に
お
い
て
文
化
財
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
戦
前
よ
り
数
多
く
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
文
化
財
保
護

の
運
動
も
多
く
の
歴
史
研

究
者

や
研
究
会
な
ど
が
中
心
に
な

っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
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筆

者
の
専
攻
す
る
日
本
近
現
代
史
に
お
い
て
、
文
化
財
が
果
た
し
た
役
割
と
し
て
第

一
に
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
近
代
国
民
国
家
形
成
期
に

国
民
統
合
を
行
う
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
文
化
財
保
護
と
い
う
点
で
見
て
み
る
と
、
自
分
た
ち
の
身
近
に
あ
る
文
化
財
を
知
る
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
全

て
の
人
々
が
自
分
た
ち
の
身
近
に
あ
る
文
化
財
の
歴
史
に
つ
い
て
知

っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

ま
た
、
そ
の
身
近
に
あ
る
文
化
財
の
歴
史
に
つ
い
て
も
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
も
多

い
。
こ
れ
は
、
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
る

京
都
府
八
幡
市
に
鎮
座
す
る
石
清
水

(男
山
)
八
幡
宮
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
文
化
財
と

い
う
意
味
で
考
え
る
と
、
石
清
水
八
幡

宮
も
ま
た
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

筆

者
の
管
見
の
限
り
で
は
、
近
現
代
史
上
に
お
け
る
石
清
水

(男
山
)
八
幡
宮

の
先
行
研
究
は
、
決
し
て
多

い
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
、
八
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幡
市

が
昭
和
五
十
二
年

(
一
九
七
七
)
に
市
制
を
記
念
し
て
発
行
し
た

『八
幡
市
誌
』
に
お
い
て
も
、
石
清
水

(男
山
)
八
幡
宮
に
つ
い
て
の

記
載

は
わ
ず
か
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
期

の
石
清
水

(男
山
)
八
幡
宮
は
、
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
が
多
く
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
の
石
清
水

(男
山
)
八
幡
宮

の
歴
史
に

つ
い
て
見
て
い
き
た

い
。
対
象
と
す
る
時
期
は
、
慶
応
四
年

(
一
八
六
八
)

か
ら
男
山
八
幡
宮
が
石
清
水
八
幡
宮
に
改
称
さ
れ
る
大
正
七
年

(
一
九

一
八
)
ま
で
と
し
た
い
。
(石
清
水
八
幡
宮
は
、
明
治
初
年
に
男
山
八

幡
宮

と
改
称
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
触
れ
た
い
)
そ
し
て
、
石
清
水

(男
山
)
の
鎮
座
す
る
綴
喜
郡
周
辺
の
人

々
に
と

っ
て
、
石
清
水

(男
山
)
八
幡
宮
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
も
併
せ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

石
清
水
八
幡
宮
は
、
京
都
府
八
幡
市
男
山
に
鎮
座
し
て
い
る
。
石
清
水
八
幡
宮
が
男
山
に
鎮
座
す
る
き

っ
か
け
は
、
貞
観
元
年

(八
五
九
)

に
奈
良
大
安
寺

の
僧
で
あ
る
行
教
が
、
豊
後
の
宇
佐
八
幡
宮
で
修
業
す
る
姿
に
八
幡
大
菩
薩
が
感
動
し
、
行
教
に
そ
の
分
霊
を
都
の
近
く
に
移

座
す
る
よ
う
に
と
託
宣
し
た
こ
と
か
ら
で
あ

っ
た
。
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石
清
水
八
幡
宮
の
特
徴
と
し
て
有
名
な
の
は
、
神
社
と
神
宮
寺
が

一
体
と
い
う
宮
寺
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
祭
神
が

「
八

幡
大
菩
薩
」
で
あ
り
、
宮
寺
の
名
称
は

「石
清
水
八
幡
宮
護
国
寺
」
で
あ

っ
た
。
後
に
、
祭
神
は
応
神
天
皇

・
比
洋
大
神

・
神
功
皇
后
と
定
め

ら
れ
た
。
応
神
天
皇
は
、
厄
除
の
神

・
安
産
の
神

・
産
業
の
神
と
し
て
知
ら
れ
、
神
功
皇
后
も
安
産
の
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
石

清
水
八
幡
宮
は
、
早
く
か
ら
伊
勢
神
宮
に
次
ぐ
、
日
本
で

「第
二
の
宗
廟
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。

あ
と
、
神
功
皇
后
は
、
新
羅
に
出
兵
の
際
、
八
幡
大
神
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
戦
の
神
と
し
て
も
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
戦
の
神
と
い
う
存
在
が
、
そ
の
後
の
石
清
水
八
幡
宮

の
存
在
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。

そ

の
戦
の
神
と
い
う
こ
と
か
ら
、
清
和
源
氏
の
血
を
引
く
、
源
氏

・
足
利
氏

・
徳
川
氏
の
各
将
軍
家
の
崇
敬
を
集
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、
足
利
義
満
の
生
母
が
、
石
清
水
八
幡
宮
の
社
務
を
務
め
て
い
た
善
法
寺
家
の
血
縁
者
で
あ
る
こ
と
や
尾
張
徳
川
家

の
祖
、
徳
川
義
直
の
生
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母
が
、
石
清
水
八
幡
宮
祠
官
の
田
中
家
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

石
清
水
八
幡
宮
は
、
多
く
の
箇
所
か
ら
寄
進
を
受
け
て
お
り
、
古
来
よ
り
経
済
的
に
非
常
に
裕
福
で
あ

っ
た
が
、
元
禄
期

(
一
六
八
八
年
～

一
七
〇
四
年
)
の
石
清
水
八
幡
宮
の
朱
印
地
を
見
て
み
る
と
、
七
千
石
を
超
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
当
時
に
お

い
て
も
諸
大
名
の
寄
進
や

社
僧

の
私
有
財
産
な
ど
が
あ

っ
た
た
め
、
実
際
は
こ
れ
よ
り
多
く
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

江
戸
時
代
末
期
に
な
る
と
、
文
久
三
年

(
一
八
六
三
)
の
孝
明
天
皇
の
撰
夷
祈
願
や
慶
応
四
年

(
一
八
六
八
)
の
鳥
羽
伏
見
の
戦

い
に
巻
き

込
ま
れ
る
な
ど
、
石
清
水
八
幡
宮
も
時
代
の
波
に
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

慶
応
三
年

(
一
八
六
七
)
の
王
政
復
古
の
大
号
令
を
き

っ
か
け
に
し
て
、
石
清
水
八
幡
宮
は
衰
退
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
明

治
四
年

(
一
八
七

一
)
に
行
わ
れ
た
上
地
令
な
ど
が
、
そ
の
よ
い
例
だ
ろ
う
。

ま

た
、
明
治
初
年
に
行
わ
れ
た
石
清
水
八
幡
宮
に
お
け
る
神
仏
分
離
や
石
清
水
八
幡
宮
社
務
家
と
周
辺
の
人
々
と

の
対
立
も
大
き
な
変
化
の

17

一
つ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
激
変
と
言

っ
て
よ
い
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、
石
清
水
八
幡
宮
と

い
う
名
称
も
、
男

山
八
幡
宮
と
改
称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

衰

退
の
道
を
歩
ん
で
い
た
男
山
八
幡
宮
で
あ
る
が
、
男
山
祭
と
人
々
の
信
仰
が
辛
う
じ
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
支
え
て
い
た
。

朝
廷
か
ら
勅
使
を
迎
え
て
い
た
石
清
水
祭
も
、
明
治
政
府
の
政
策
の
た
め
に
、
「官
祭
」
か
ら
男
山
八
幡
宮
の

「
神
社
の
祭
」
と
し
て
変
容

し
た
。
し
か
し
、
男
山
八
幡
宮
は
、
こ
の
男
山
祭
に
並

々
な
ら
ぬ
決
意
で
行

っ
て
い
た
。

そ

の
後
、
皇
室
の

「伝
統
」
を
創
造
し
、
「
旧
慣
」
の
保
存
の
た
め
、
男
山
祭
は
明
治
十
八
年

(
一
八
八
五
)
に
限
定

つ
き
で
あ
る
が
、
復

興
さ
れ
た
。

男

山
祭
が
復
興
さ
れ
て
か
ら
も
人
々
の
信
仰
は
続
い
て
い
た
が
、
上
地
令
を
き

っ
か
け
と
し
て
始
ま

っ
た
男
山
八
幡
宮
の
経
済
状
況
は
変
わ
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る
こ
と
な
く
続
い
た
。

ま
た
、
人
々
か
ら
信
仰
は
さ
れ
た
も
の
の
、
「第
二
の
宗
廟
」
と
し
て
の
存
在
感
を
充
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
行
政
か
ら
の

支
援
を
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
男
山
八
幡
宮
は
二
十
世
紀
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

明
治
三
十
七
年

(
一
九
〇
四
)
日
露
戦
争
が
始
ま
る
と
、
男
山
八
幡
宮
に
は
多
く

の
人
々
が
武
運
長
久
の
た
め
に
参
拝
に
訪
れ
た
。

綴
喜
郡
周
辺
の
町
村
に
お
い
て
も
戦
争
を
推
進
す
る
形
が
と
ら
れ
、
男
山
八
幡
宮
関
係
者
も
戦
争
必
勝
祈
願
、
出
兵
兵
士
へ
の
守
札
授
与
な

ど
の
活
動
を
行

っ
た
。

日
露
戦
争
時
に
お
け
る
男
山
八
幡
宮
の
動
向
は
、
戦
争
を
推
進
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
衰
退

の
道
を
歩
ん
で
い
た
男
山

八
幡
宮
の
存
在
を
再
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
、
戦
争
推
進
以
外

の
面
に
お
い
て
で
も
あ
る
。

そ

の
こ
と
を
特
に
表
す
も
の
と
し
て
、
男
山
八
幡
宮
田
中
俊
清
宮
司
は
、
戦
争
負
傷
者
が
入
院
し
て
い
る
大
阪
予
備
病
院
に
慰
問
を
す
る
と

18

い
っ
た
こ
と
や
男
山
八
幡
宮
に
参
詣
し
た
出
兵
兵
士
が
傷
病
を
負

っ
た
場
合
に
は
、
慰
問
状
や
見
舞
品
を
郵
送
し
た

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
他
に
も
男
山
八
幡
宮
は
多
く
の
こ
と
に
対
し
て
、
配
慮
を
見
せ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
は
、
後
に
京
都
府
な
ど
か
ら
、
特

に
顕
著
な
も
の
で
あ

っ
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
、
男
山
八
幡
宮
は
多
く
の
人
々
に
再
認
識
さ
れ
始
め
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
あ
げ
た
男
山
八
幡
宮
の
活
動
、

そ
し

て
、
男
山
八
幡
宮
の
存
在
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

そ

の
場
所
と
は
、
山
崎
駅
の
こ
と
で
あ
る
。
男
山
八
幡
宮
が
出
兵
兵
士
に
授
与
し
た
守
礼
の
数
は
、
約
三
十
万
枚
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
約
八
割
に
あ
た
る
二
十
三
万
枚
も
の
守
礼
は
、
山
崎
駅
に
停
車
中
の
電
車
に
乗
車
し
て
い
る
出
兵
兵
士
に
授
与
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
の

場
所

に
恵
ま
れ
た
お
陰
で
男
山
八
幡
宮

の
存
在
を
高
め
る
理
由
の

一
つ
だ

っ
た
。
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日
露
戦
争
時
に
お
け
る
男
山
八
幡
宮
の
活
動
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で

一
線
が
保
た
れ
て
い
た
人
々
と
の
関
係
が
変

わ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
、
男
山
八
幡
宮
と
い
う

「ブ
ラ
ン
ド
」
が
新
た
な
芽
生
え
を
見
せ
始
め
た
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

日
露
戦
争
後

の

一
九

一
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
明
治
天
皇

の
崩
御
、
大
正
天
皇
の
即
位
大
礼
な
ど
の
大
き
な
出
来
事
が
生
じ
た
数
年
で
あ

っ

た
。
特
に
学
校
関
係
者
や
軍
人
会
関
係
者
は
男
山
八
幡
宮
に
訪
れ
、
明
治
天
皇
の
病
気
回
復
を
願

っ
て
い
た
こ
と
や
大
正
天
皇
の
即
位
大
礼
に

お
い
て
は
、
多
く

の
寄
付
行
為
な
ど
が
行
わ
れ
、
男
山
八
幡
宮
が
国
と
人
々
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
説
と
同
じ
で

あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
起
き
て
い
な
い
時
期
を
見
て
み
る
と
、
綴
喜
郡
や
そ
の
周
辺
の
人
々
は
男
山
八
幡
宮
を

「
ブ
ラ
ン
ド
」
と
し

て
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

い
や
、
で
き
る
環
境
に
な
か

っ
た
と
言

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

そ

れ
は
、
こ
の
時
期

の
男
山
八
幡
宮
と
他
の
神
社
の
社
入
金
と
の
比
較
で
分
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
日
露
戦
争
時
に
お
い
て
は
、
他
の
神
社

に
比

べ
て
、
多
く

の
参
詣
者
が
訪
れ
て
い
た
男
山
八
幡
宮
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
参
詣
者
は

増
え

て
は
い
た
も
の
の
、
日
露
戦
争
時
に
比
べ
る
と
、
少

々
寂
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。

そ

の
理
由
と
し
て
は
、
男
山
八
幡
宮

の
周
辺
に
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
施
設

・
名
所
な
ど
が
存
在
し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
神
社
仏
閣
や
多

く
の
産
物
店
な
ど
が
存
在
し
て
い
る
京
都

の
街
に
比
べ
て
、
綴
喜
郡
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
人
々
を
否
応
な
し

に
神
社

へ
と
向
か
わ
せ
て
い
た
時
代
と
違
う
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

し

か
し
、
男
山
八
幡
宮
関
係
者
は
こ
の
時
期
を
見
逃
さ
な
か

っ
た
。
男
山
八
幡
宮
周
辺
に
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
も

の
が
な
く
、
日
露
戦
争
時

に
比

べ
て
参
拝
者
は
減
少
し
た
と
し
て
も
、
男
山
八
幡
宮
が
石
清
水
八
幡
宮
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
知
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
な
ど
を
充
分
に
活

用
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
活
用
が
石
清
水
八
幡
宮

へ
の
改
称
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
改
称
を
機
会
に
綴
喜
郡
関
係
者
も
石
清
水
八
幡
宮
の
存
在
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
始
ま
り
が
、
『名
勝
録

附
天
然
記
念
物
』
な
の
で
あ
る
。
そ
の
中

の
名
勝
録
な
ど
に
、
石
清
水
八
幡
宮
や
そ
れ
に
関
す
る
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。

以
上
が
、
本
稿
に
お

い
て
筆
者
が
考
察
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
石
清
水

(男
山
)
八
幡
宮
に
つ
い
て
、
解
明
す
べ
き
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
。
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